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英
語
、
韓
国
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
フ
ラ
ン

ス
語
、
な
ど
計
9
つ
の
言
語
を
扱
っ
て
い

ま
す
。
総
勢
約
２
７
０
０
人
が
勤
務
し
て

い
ま
す
が
、
外
国
人
は
各
言
語
に
一
人
ず

つ
で
す
の
で
、
私
は
唯
一
の
日
本
人
で
す
。

人
民
網
に
は
一
日
平
均
4
億
か
ら
5
億
件

の
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

今
ま
か
さ
れ
て
い
る
仕
事
は
、
外
に
出
て
、

中
国
で
活
躍
す
る
日
本
人
を
取
材
し
、
動

画
を
編
集
し
、
記
事
を
書
く
、
と
い
っ
た

作
業
を
一
人
で
行
っ
て
い
ま
す
。私
に
と
っ

て
は
と
て
も
や
り
が
い
を
感
じ
ら
れ
る
楽

し
い
仕
事
で
す
。（
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
写
真

１
。
オ
フ
ィ
ス
で
の
岩
崎
君
の
写
真
２
）

そ
れ
に
、
こ
の
仕
事
の
目
的
は
、
何
よ
り

も
、
民
間
レ
ベ
ル
で
日
本
人
と
中
国
人
が

交
流
し
協
力
し
合
う
様
子
を
伝
え
る
こ

と
で
す
か
ら
、
政
治
的
な
意
味
合
い
と
は

別
次
元
で
、
個
人
と
個
人
が
つ
な
が
り
あ

う
こ
と
で
お
互
い
が
幸
せ
に
な
れ
る
現
実

を
見
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
気
持
ち
が

い
い
で
す
。
今
日
見
て
い
た
だ
い
た
私
の

取
材
現
場
も
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
か
ら
良
質

の
材
料
を
集
め
て
ケ
ー
キ
を
つ
く
る
、
北

京
で
注
目
を
浴
び
始
め
て
い
る
若
い
日
本

人
の
職
人
さ
ん
で
す
が
、
奥
さ
ん
が
中
国

人
、
一
番
弟
子
も
中
国
人
で
、
そ
の
日
本

人
職
人
の
仕
事
ぶ
り
や
人
柄
な
ど
尊
敬
し

慕
っ
て
い
ま
し
た
。（
取
材
中
の
写
真
３
、

４
と
人
民
網
の
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ http://

j.people.com
.cn/208776/index.htm

l

）

住
原
：
そ
う
で
す
ね
。
横
で
見
て
い
て
、

日
本
人
に
日
本
語
で
取
材
す
る
の
は
当
た

り
前
な
が
ら
、
従
業
員
の
中
国
人
に
は
自

然
な
中
国
語
で
和
や
か
に
取
材
し
て
い
ま

し
た
ね
。
先
ほ
ど
、
岩
崎
君
の
直
の
上
司

や
さ
ら
に
上
の
上
司
の
方
々
に
、
直
接
話

を
聞
い
て
き
ま
し
た
が（
コ
ラ
ム
欄
参
照
）、

お
二
人
と
も
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
岩
崎

君
の
中
国
語
力
が
す
ば
ら
し
く
、
言
わ
な

か
っ
た
ら
、皆
君
の
こ
と
を
中
国
人
と
思
っ

て
会
話
し
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

岩
崎
：
は
い
。
自
分
の
こ
と
を
言
う
の
は

少
し
恥
ず
か
し
い
で
す
が
、
就
活
の
と

き
も
面
接
時
に「
君
は
本
当
に
日
本
人

な
の
で
す
か
？
中
国
人
で
は
な
い
の
で
す

か
？
」
と
冗
談
っ
ぽ
く
真
顔
で
聞
か
れ
ま

し
た
。

住
原
：
そ
う
い
え
ば
、
今
日
私
と
一
緒
に

街
に
出
た
時
も
、
店
舗
で
、「
え
っ
！
あ

な
た
も
日
本
人
だ
っ
た
の
？
」
と
途
中
で

驚
か
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
仕
事
の
話
に
戻

り
ま
す
が
、
取
材
以
外
に
は
ど
ん
な
仕
事

が
あ
り
ま
す
か
？

岩
崎
：
は
い
。
た
ま
に
で
す
が
、
大
手
企

業
関
連
の
通
訳
の
仕
事（
写
真
５
）
や
、

中
国
語
と
日
本
語
行
き
来
し
な
が
ら
の
司

会
の
仕
事
も
あ
り
ま
す
。最
近
の
も
の
は
、

日
本
旅
行
を
し
て
き
た
中
国
人
が
日
本
で

写
し
て
き
た
写
真
の
コ
ン
テ
ス
ト
の
司
会

進
行
役
で
し
た（
写
真
６
）。

ま
た
仕
事
以
外
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
北

京
で
の「
日
中
交
流
会
」で
司
会
を
頼
ま

れ
た
り
し
て
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

中
国
人
日
本
人
と
も
に
大
学
生
を
中
心
と

し
た
若
者
が
中
心
で
す
の
で
、
天
理
教
校

在
学
中
の「
子
ど
も
お
ぢ
ば
が
え
り
」で

習
い
覚
え
た
ゲ
ー
ム
を
取
り
入
れ
る
と
、

み
ん
な
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。

住
原
：
高
校
も
天
理
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

小
学
中
学
は
、
神
戸
の
華
僑
の
子
弟
た
ち

が
通
う
中
華
同
文
学
校
の
数
少
な
い
日
本

人
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
中
国
語
の
基
礎
の
習
得
と
い
う
意

味
で
は
と
て
も
意
義
あ
る
経
験
で
す
ね
。

岩
崎
：
は
い
。
そ
の
よ
う
な
稀
な
経
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
や
は
り
、
高
度

な
中
国
語
や
そ
の
表
現
力
を
飛
躍
的
に
伸

ば
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
天
理
大
学
で

の
4
年
間
で
し
た
。
所
属
専
攻
の
先
生
方

が
、
徹
底
的
に
、
私
の
そ
れ
ま
で
の
中
国

語
を
も
う
一
度
基
礎
か
ら
構
築
す
る
よ
う

指
導
し
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
す
。
在

学
中
に
留
学
の
チ
ャ
ン
ス
を
得
て
、
現
地

で
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
表
現
を
み
っ
ち
り
学
ぶ

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
大

き
い
で
す
。
４
年
生
に
な
っ
て
日
本
の
代

表
の
一
人
と
し
て
臨
ん
だ
中
国
・
長
沙
市

で
の「
漢
語
橋
」で
は
、
自
信
を
も
っ
て
の

び
の
び
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
で
き
、
最

高
の
栄
誉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
べ
て

大
学
の
先
生
方
の
ご
指
導
の
お
か
げ
で

も
ら
っ
た
こ
と
な
ど
楽
し
い
思
い
出
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
大
き
な
大
会
や
留
学
経
験

ば
か
り
で
な
く
、
在
学
中
、
数
多
く
の
ス

ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
こ
と
も
す
ご
く
有
意
義
で
し
た
。

難
し
そ
う
な
中
国
の
成
語
も
、
文
章
全
体

で
丸
暗
記
す
る
こ
と
で
、
よ
く
頭
に
入
り

ま
し
た
。
や
は
り
人
前
で
話
し
て
み
る
こ

と
で
自
分
が
磨
か
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

住
原
：
今
回
は
、
中
国
人
ば
か
り
の
今
の

職
場
で
岩
崎
君
が
仲
間
と
し
て
よ
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
力

を
含
め
た
総
合
的
な
語
学
力
を
大
学
生
活

で
自
然
に
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
す
ね
。

も
ち
ろ
ん
岩
崎
君
自
身
が
、
素
直
に
積
極

的
に
目
標
に
向
か
っ
て
努
力
し
た
か
ら
で

す
が
。
そ
れ
に
、「
漢
語
橋
」で
の
一
等
賞

の
副
賞
と
し
て
、
中
国
の
大
学
院
へ
の
進

学
も
用
意
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
確

か
北
京
の
語
言
大
学
で
修
士
号
を
取
得
し

た
と
思
い
ま
す
が
。

岩
崎
：
は
い
。
そ
こ
で
は
3
年
間
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
高
度
な
通
訳
ス
キ
ル
を
学
ば
せ

て
い
た
だ
き
、
今
の
仕
事
に
も
と
て
も
役

立
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
通
訳
上
の
メ

ソ
ッ
ド
を
学
ぶ
こ
と
で
実
践
の
語
学
力
が

さ
ら
に
伸
び
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、

私
に
は
長
い
む
ず
か
し
い
論
文
を
書
く
の

は
苦
痛
だ
な
、
と
つ
く
づ
く
知
ら
さ
れ
ま

し
た
。（
笑
）

住
原
：
人
に
は
向
き
不
向
き
と
い
う
の
が

あ
る
の
で
、
そ
れ
も
い
い
経
験
で
し
た
ね
。

ま
た
、
岩
崎
君
は
、
最
近
、
あ
の
中
国
の

伝
統
芸
能「
変
面
」
と
い
う
特
殊
な
技
能

を
身
に
着
け
た
と
か
。（
写
真
参
照
10
）

岩
崎
：
は
い
。
私
は
ど
う
や
ら
、
語
劇
の

影
響
か
、
人
様
に
気
楽
に
楽
し
ん
で
も
ら

い
た
い
な
、
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
な
っ

た
よ
う
で
、
か
つ
て

あ
る
と
こ
ろ
で「
変

面
」の
シ
ョ
ー
を
見

た
こ
と
が
き
っ
か

け
に
な
り
、
自
分

も
や
っ
て
み
た
い
と

思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
幸
い
教
え

て
く
れ
る
人
が
い
た

の
で
す
が
、
相
当
に

む
ず
か
し
く
、
ま
た

お
金
も
か
か
る
も
の

で
、
給
料
の
多
く
が

そ
れ
に
消
え
た
時
期

も
あ
り
ま
す
。
日
本

人
の
集
ま
り
で
頼
ま
れ

て
披
露
し
喜
ん
で
も
ら

え
る
こ
と
は
よ
く
あ
り

ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
修

行
中
で
、
中
国
人
の
目

の
肥
え
た
人
に
は
ダ
メ

出
し
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
を
良
く
し
て
ゆ
く
こ
と

も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

住
原
：「
変
面
」を
見
て
楽

し
む
ば
か
り
か
、
自
分
で

も
や
っ
て
み
た
い
、
と
思

う
と
こ
ろ
が
岩
崎
君
の
積

極
性
で
あ
り
、
そ
ん
な
前

向
き
の
姿
勢
も
海
外
で
の

生
活
に
ピ
ッ
タ
リ
で
す
ね
。

健
康
に
は
気
を
つ
け
て
今

後
も
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ

い
。
今
日
は
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

岩
崎
：
は
い
、
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

す
。

住
原
：
私
も
そ
の
最
終
コ
ン
テ
ス
ト
の
場

に
は
か
け
つ
け
て
応
援
す
る
機
会
を
得
ま

し
た
が
、
大
き
な
テ
レ
ビ
局
ビ
ル
内
の
千

人
ほ
ど
の
観
客
が
入
れ
る
ス
タ
ジ
オ
で
収

録
さ
れ
、
全
国
放
送
さ
れ
て
い
た
の
で
す

ね
。
驚
い
た
の
は
、
コ
ン
テ
ス
ト
の
内
容

は
、
語
学
力
は
も
と
よ
り
、
歌
の
審
査
、

ダ
ン
ス
を
含
め
た
演
劇
で
の
審
査
、
デ
ィ

ベ
ー
ト
で
の
審
査
な
ど
中
国
語
を
使
っ
た

総
合
的
な
能
力
を
試
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

す
。（
写
真
参
照
７
、８
、９
）さ
す
が
に
世

界
各
国
か
ら
選
び
抜
か
れ
て
最
終
審
査
ま

で
残
っ
た
精
鋭
ば
か
り
で
す
か
ら
、
だ
れ

も
立
派
に
演
技
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
ん

な
中
で
受
賞
す
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は

よ
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

岩
崎
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か

し
天
理
大
学
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
ま

で
行
け
た
と
私
は
い
つ
も
思
っ
て
感
謝
し

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
天
理
大
学
で
は
何

十
年
も
前
か
ら「
語
劇
」
を
通
じ
て
語
学

力
を
伸
ば
す
、
と
い
う
伝
統
が
あ
り
ま

す
。
身
体
全
体
を
使
っ
て
、
役
に
な
り

き
っ
て
表
現
し
な
い
と
認
め
て
も
ら
え
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
自
分
の
殻
を
破
っ
て
人
に

伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
き
っ
か
け

に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
、
顔
の
表
情
や

振
る
舞
い
と
い
っ
た
、
人
と
交
流
す
る
上

で
の
大
切
な
こ
と
は
、
語
劇
で
培
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
在
学
中
の
一
年
間
の
交

換
留
学
で
の
学
習
も
大
き
な
意
義
が
あ

り
ま
し
た
。
余
談
で
す
が
、
留
学
が
丁
度

２
０
０
８
年
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年

と
重
な
り
、
私
は
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、野
球
の「
星

野
ジ
ャ
パ
ン
」の
担
当
を
命
じ
ら
れ
、
星

野
監
督
や
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
矢
野
捕

手
、
そ
れ
に
あ
の
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
選
手
か

ら
も
間
近
で「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て

　

言
語
と
は
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
最
も
有

効
な
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
じ
理
由

で
、
言
葉
が
通
じ
な
け
れ
ば
人
の
間
を
遮

る
最
大
の
壁
に
な
る
と
い
う
こ
と
指
摘
す

る
ま
で
も
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の

現
在
も
、
ま
す
ま
す
語
学
力
に
長
け
た
人

材
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
単
に「
読
み
」

「
書
き
」「
話
し
」「
聞
く
」
と
い
う
基
礎
能

力
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
人
に
は
少
し
不

得
手
か
も
し
れ
な
い
、「
表
現
し
」「（
役
に
）

な
り
き
り
」、
と
き
に
は「
反
論
」
し
「
説

得
」
す
る
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
天

理
大
学
は
１
９
２
５
年（
大
正
14
年
）
に
、

当
時
と
し
て
は
珍
し
い
男
女
共
学
の「
天

理
外
国
語
学
校
」
と
し
て
設
立
さ
れ
た
こ

と
が
始
ま
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
分
か

る
通
り
、
確
固
と
し
た
語
学
力
の
涵
養
を

目
指
し
て
き
た
が
、
そ
の
伝
統
と
は
ま
さ

に
現
在
も
ま
す
ま
す
必
要
と
さ
れ
る
国
境

や
文
化
を
越
え
た
心
の
交
流
に
寄
与
せ
ん

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
幾
多
の

人
材
が
世
に
出
、
国
内
外
の
多
様
な
領
域

で
活
躍
し
て
き
て
い
る
が
、
今
回
の
特
集

で
は
、
今
現
在
北
京
で
の
び
の
び
と
活
躍

し
て
い
る
若
き
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
岩
崎
元
地
君

の
仕
事
場
で
の
様
子
を
見
な
が
ら
、
21
世

紀
の
天
理
大
学
で
ど
の
よ
う
に
学
ん
だ
の

か
も
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
。　
　
　

　

岩
崎
君
は
、
２
０
０
９
年
の「
漢
語
橋
」

と
い
う
大
学
生
の
中
国
語
コ
ン
テ
ス
ト
と

し
て
は
世
界
で
も
最
高
峰
と
さ
れ
る
大
会

で
、
世
界
60
か
国
か
ら
の
代
表
者
が
し
の

ぎ
を
け
ず
り
、
日
本
人
と
し
て
初
め
て 

一
等
賞（
一
等
賞
は
5
人
、
そ
の
中
で
も

最
高
賞
で
あ
る
特
等
の
人
一
名
と
0.3
ポ
イ

ン
ト
差
で
実
質
、
単
独
世
界 

2
位
）に
輝

い
て
い
る
。
そ
の
後
、
後
輩
た
ち
も
次
に

続
け
と
日
本
代
表
に
選
ば
れ
る
な
ど
、
好

成
績
を
残
し
て
い
る
。

住
原
：
今
回
、
北
京
に
来
た
つ
い
で
に
岩

崎
君
の
は
た
ら
き
ぶ
り
を
少
し
な
が
ら
つ

ぶ
さ
に
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
日
本

語
と
中
国
語
の
高
度
な
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で

あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
仕
事
で

す
ね
。
勤
務
先
の
こ
と
と
か
、
何
を
目
的

に
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
少
し
話
し

て
も
ら
え
ま
す
か
。

岩
崎
：
は
い
。
大
学
院（
北
京
語
言
大
学
）

を
卒
業
後
、
２
０
１
４
年
10
月
か
ら
は
、

人
民
日
報
の
ネ
ッ
ト
版
で
あ
る「
人
民
網
」

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
サ
イ
ト
で
勤
務
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
中
国
語
以
外
に
日
本
語
、
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単成彪　人民網副総編集長
　私は彼の語学力をとても高く評価しています。漢語橋コンテストで優秀な賞を得たことも知ってい
ますが、中国語の能力は他の中国人社員と同じと言ってよいほどです。実は、岩崎君ら外国人スタッ
フを連れて江西省に取材に行ったことがあったのですが、現地の人々も彼を全くの中国人と思って
いました。中国と日本の友好交流におおいに貢献できる人材であると思います。また、仕事に対す
る責任感も強いことや精神的な強さも感じています。締め切りに間に合わせるために、夜遅くまで

映像の編集に熱中している姿などを見かけることもあります。よくがんばってるな、と感じています。そしてもう一つ
は、多才な能力を持っていることです。通訳ばかりでなく司会なども難なくこなしていて、日本人として、この中国
人社会に受け入れられていますね。ファンもいるそうですよ。さらに希望を言えば、中国の文化や歴史など、もっと
学問的レベルも深めて、博士号などを目指してくれてもいいのではないかなとも思います。それに中国人の彼女を見
つけて落ち着いてくれてもいいのではないでしょうか（笑）。

王暁霞　人民網日本語部編集長
　岩崎さんについては、まずはやはりその語学力に驚かされます。全く、中国人と違いがありませ
んから。それに語学力ばかりでなく、任された仕事の完成度においても、最後まで責任をもって推
進してくれて信頼できるし、サイトの改善案なども提案してくれます。今のところ言うことはないです。
それに多面的な才能を持っていて、例えば新年会をやっても、歌を歌ってくれたり、変面などを披露
してくれ、すっかり仕事仲間に溶け込んでいます。

グローバル化時代に求められる
語学力＝語学の「総合力」

― 民間の日中友好の架け橋として活躍する
　 卒業生、岩崎元地君に聞く
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5

マ
ホ
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
な
く
て
も
、
人
々
は
ス
マ
ホ

でFacebook

な
ど
のSNS

を
楽
し
み
、
そ

れ
を
通
し
て
海
外
に
い
る
親
族
た
ち
と
つ
な

が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ジ
オ
の
送
金

専
用
番
組
も
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
ス
マ
ホ

で
簡
単
に
連
絡
が
取
れ
る
か
ら
だ
。
携
帯
や

ス
マ
ホ
は
南
太
平
洋
の
小
さ
な
島
国
の
生
活

を
一
変
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
。
暗
闇
の
中

で
、
小
さ
い
画
面
を
の
ぞ
く
高
校
生
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
を
み
な
が
ら
、
将
来
サ
モ
ア
の
子

ど
も
た
ち
も
眼
鏡
を
か
け
る
よ
う
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
と
し
み
じ
み
思
う
。
そ
し
て
、
役

割
を
一
つ
終
え
た
サ
モ
ア
の
ラ
ジ
オ
は
今
ど

う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。

年
、
２
０
１
５
年
は
天
理
大
学
創
立

九
〇
周
年
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
働

く
教
員
の
ひ
と
り
と
し
て
そ
の
よ
う
な
歴
史

的
な
時
間
を
共
有
で
き
る
こ
と
を
身
の
引
き

締
ま
る
思
い
で
迎
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、

九
〇
年
に
わ
た
る
膨
大
な
時
間
と
そ
の
蓄
積

を
語
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
青
二
才
の
筆
者
に

は
あ
ま
り
に
力
不
足
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
同
じ「
九
〇
」で
も
九
〇
周
年
で
は
な

く
、
い
さ
さ
か
個
人
的
な
メ
モ
リ
ア
ル
で
は

あ
る
の
だ
が
、
筆
者
の
過
ご
し
た
九
〇
年
代

を
自
分
な
り
に
素
描
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。そ

も
そ
も
学
部
生
時
代
に
は
ガ
ク
シ
ャ
だ

の
ダ
イ
ガ
ク
の
セ
ン
セ
イ
な
ど
に
ま
っ
た
く
興

味
の
な
か
っ
た
筆
者
が「
ほ
ん
の
出
来
心
で
」

堅
気
の
勤
め
人
の
職
を
擲
っ
て
大
学
院
な
ど

と
い
う
と
こ
ろ
に「
入
院
」し
た
の
が
八
〇
年

代
半
ば
、
二
〇
代
後
半
に
達
し
よ
う
と
す
る

頃
に
初
め
て
ガ
ク
モ
ン
な
る
も
の
に
手
を
染

め
る
こ
と
に
な
る
。
世
は
ま
さ
に
バ
ブ
ル
期

に
突
入
し
、
経
済
最
優
先
の
世
の
中
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ン
の
ヘ
タ
や
サ
ツ
マ
イ

モ
の
尻
尾
な
ど
齧
り
な
が
ら
ジ
ン
ル
イ
ガ
ク

だ
の
ミ
ン
ゾ
ク
ガ
ク
だ
の
ま
る
で
時
代
に
逆

行
す
る
か
の
よ
う
な
分
野
に
の
め
り
込
ん
で

い
く
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

気
が
付
い
た
ら
元
号
も
昭
和
か
ら
平
成
に

移
り
変
わ
る
な
か
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
修

士
号
な
る
も
の
は
手
に
し
て
い
た
も
の
の
、

そ
れ
で
も
懲
り
ず
に
博
士
課
程
な
ど
と
い
う

深
み
に
ハ
マ
っ
て
し
ま
っ
た
筆
者
の
九
〇
年
代

は
当
時「
地
上
げ
」の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た

大
阪
市
内
の
と
あ
る
旧
村
落
地
域
の
民
俗
調

査
で
幕
を
開
け
る
こ
と
に
な
る
。
大
阪
の
都

心
部
か
ら
ほ
ど
近
い
こ
の
地
区
で
は
、
バ
ブ

ル
に
限
ら
ず
明
治
期
の
淀
川
大
改
修
を
は
じ

め
と
す
る
近
代
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
つ
ね

に
蒙
り
な
が
ら
も
し
た
た
か
に
宮
座
組
織
を

軸
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
続
し
て
い
た
。

そ
し
て
メ
キ
シ
コ
。
そ
れ
ま
で
憑
り
つ
い
て

い
た
貧
乏
神
の
気
ま
ぐ
れ
か
、
一
年
間
の
国

費
で
の
在
外
研
究
の
機
会
を
得
て
学
部
時
代

の
留
学
か
ら
一
〇
年
ぶ
り
の
渡
墨
と
な
っ
た
。

折
し
も
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
の
さ
な
か
、
奨

学
金
と
し
て
毎
月
百
万
ペ
ソ（
と
い
っ
て
も
日

本
円
に
直
せ
ば
数
万
円
ほ
ど
）の
小
切
手
を

銀
行
で
換
金
す
る
た
び
に
札
束
を
靴
下
や
下

着
や
身
体
じ
ゅ
う
の
あ
ち
こ
ち
に
分
散
し
て

ね
じ
込
み
、
恐
る
恐
る
満
員
の
バ
ス
の
昇
降

口
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
帰
宅
し
た
も
の
だ
っ
た
。

当
時
の
メ
キ
シ
コ
はNA

FTA

（
北
米
自
由

貿
易
協
定
）発
行
の
前
夜
、し
か
し
そ
こ
に
は
、

都
市
で
あ
れ
村
落
で
あ
れ
た
く
ま
し
く
日
常

を
サ
バ
イ
バ
ル
す
る
人
び
と
の
方
法
論
が
煮

え
た
ぎ
る
よ
う
に
展
開
し
て
い
た
。

そ
れ
ぞ
れ
北
半
球
の
真
裏
に
あ
る
二
つ
の

地
点
で
の
見
聞
と
経
験
、
そ
ん
な
九
〇
年
代

の
前
半
が
お
そ
ら
く
ま
だ
駆
け
出
し
の
ジ
ン

ル
イ
ガ
ク
シ
ャ
だ
っ
た
筆
者
の
視
座
を
育
ん

で
き
た
の
だ
と
今
あ
ら
た
め
て
回
顧
し
て
い

る
。
そ
の
後
九
十
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
天

理
大
学
に
奉
職
す
る
身
と
な
っ
た
。
こ
の
大

学
が
積
み
上
げ
て
き
た
九
〇
年
に
比
べ
た
ら

ほ
ん
の
ち
っ
ぽ
け
な
歩
み
で
あ
る
が
、
は
た

し
て
じ
ぶ
ん
が
こ
こ
に
ど
の
よ
う
な
足
跡
を

残
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
た
ま
に
は
真
面
目

に
考
え
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

和
を
代
表
す
る
国
民
的
ス
ポ
ー
ツ
ヒ
ー

ロ
ー
と
い
え
ば
、
ミ
ス
タ
ー
長
嶋
茂
雄

で
あ
ろ
う
。
彼
の
背
番
号
で
あ
っ
た「
３
」は
、

栄
光
の
ナ
ン
バ
ー
と
し
て
今
で
は
巨
人
軍
の

永
久
欠
番
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
長
嶋
が
現

役
生
活
後
に
監
督
に
就
任
し
た
際
の
背
番
号

が
、本
エ
ッ
セ
イ
の
お
題
で
あ
る「
90
」で
あ
っ

た
。
な
ぜ
こ
の
番
号
に
な
っ
た
の
か
。
一
説
に

は「
背
番
号
３
、
打
順
３
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
３
」

を
掛
け
合
わ
せ
た
９
に
０
を
付
け
た
と
い
う

も
の
だ
。
そ
の
後
、
い
く
た
び
か
監
督
に
再

就
任
し
て
お
り
、「
33
」
や「
３
」
の
背
番
号

の
復
活
な
ど
で
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
せ
た
。
背

中
に
つ
い
た
番
号
に
こ
れ
だ
け
象
徴
的
に
国

民
の
イ
メ
ー
ジ
に
鮮
や
か
に
思
い
浮
か
ぶ
選

手
は
彼
以
外
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

野
球
に
背
番
号
と
い
う
も
の
が
登
場
し
た

の
は
、
１
９
１
６
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
米

国
の
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
ズ
が

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
袖
に
各
選
手
の
個
別
の
番

号
を
付
け
た
が
、
フ
ァ
ン
た
ち
の
反
応
が
い

ま
い
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
、
す
ぐ
に
消
え
去
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
１
９
２
９
年
に
全

盛
期
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヤ
ン
キ
ー
ス

が
正
式
に
背
番
号
を
導
入
し
た
。
当
時
は
、

単
純
に
打
順
を
そ
の
ま
ま
背
番
号
に
し
た
も

の
で
、１
番
バ
ッ
タ
ー
が
１
、2
番
は
２
と
い
っ

た
具
合
だ
っ
た
。

背
番
号
と
い
え
ば
、人
数
が
多
い
サ
ッ
カ
ー

の
ほ
う
が
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
い
え
る
。

誰
が
ど
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
パ
ス
を
す
る
の
か
、

ペ
ナ
ル
テ
ィ
や
選
手
の
交
代
な
ど
、
背
番
号

が
あ
る
こ
と
で
瞬
時
に
誰
が
ど
の
よ
う
に
動

い
た
か
が
認
識
で
き
、
ま
た
記
録
も
可
能
と

な
る
。
サ
ッ
カ
ー
の
背
番
号
も
そ
の
歴
史
を

た
ど
る
と
、
ほ
ぼ
野
球
の
場
合
と
同
じ
時
期

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
１
９
２
８
年
の
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
行
わ
れ
た
ア
ー
セ
ナ
ル
対
チ
ェ

ル
シ
ー
で
の
試
合
で
初
め
て
着
用
さ
れ
た
。

選
手
に
は
１
か
ら
11
番
ま
で
の
背
番
号
が
つ

け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
背
番
号
が
義
務
づ
け

ら
れ
る
の
が
１
９
３
９
年
で
、
１
９
６
５
年

に
な
る
と
交
代
要
員
の
選
手
が
12
番
を
、
二

人
目
の
選
手
は
14
番
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。
西
洋
で
は
縁
起
が
悪
い
と
さ
れ
て
い
る

13
番
は
と
ば
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

再
び
話
題
は
野
球
に
戻
る
が
、
現
在
の
読

売
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
の
前
身
で
１
９
３
４
年
に

創
立
さ
れ
た
大
日
本
東
京
野
球
倶
楽
部
が
、

翌
年
の
１
９
３
５
年
に
ア
メ
リ
カ
遠
征
時
に

着
用
し
た
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
は
、
な
ん
と
漢
数

字
が
背
番
号
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
。
今
の

感
覚
で
み
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
お
洒

落
に
見
え
る
し
、
案
外
ア
メ
リ
カ
人
受
け
す

る
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
の
か
も
。

年
度
、
天
理
大
学
は
創
立
90
周
年
を

迎
え
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
教
育
の
軌
跡

も
ま
た
90
年
目
を
刻
ん
だ
。
も
と
よ
り
筆
者

は
他
校
出
身
で
赴
任
5
年
目
に
す
ぎ
な
い
が
、

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
当
学
の
前
身
で
あ
る

天
理
外
国
語
学
校
に
は
１
９
２
５
年（
大
正

14
年
）
の
創
立
時
か
ら
馬
来（
マ
レ
ー
）
語

部
が
あ
り
、
後
に
4
年
制
大
学
と
な
っ
て

１
９
５
２
年
に
外
国
語
学
部
を
増
設
し
た
際
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
学
科
と
な
っ
た
と
い
う
。

南
進
ブ
ー
ム
と
結
び
つ
い
た
布
教
目
的
で

開
設
さ
れ
た
こ
の
専
攻
課
程
は
、
１
９
６
０

年
代
以
降
、
多
数
の
卒
業
生
が
日
系
企
業

で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ
か
、
ジ
ャ
ワ

島
で
柔
道
を
指
導
す
る
者
な
ど
も
輩
出
し
、

１
９
７
０
年
代
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
指
折
り
の
名
門
パ
ジ
ャ
ジ
ャ
ラ

ン
大
学
と
の
交
換
留
学
を
開
始
、

２
０
０
４
年
の
ス
マ
ト
ラ
沖
大
地

震
で
は
ニ
ア
ス
島
の
学
童
支
援
を

実
施
す
る
な
ど
、
経
済
・
社
会
・

文
化
な
ど
多
様
な
分
野
へ
と
交
流

の
幅
を
広
げ
て
き
た
。

今
日
、
専
攻
課
程
は
中
国
語
や

タ
イ
語
な
ど
と
共
に
国
際
学
部
地

域
文
化
学
科
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ

ア
研
究
コ
ー
ス
と
し
て
再
編
さ
れ
、

外
部
生
・
社
会
人
向
け
に
も
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
語
・
マ
レ
ー
シ
ア
語
・

バ
リ
語
の
3
教
室
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
か

ら
、
当
学
中
央
図
書
館
・
共
同
研

究
室
・
参
考
館（
付
属
博
物
館
）

に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
か
ら

集
め
た
夥
し
い
図
書・史
料・民
具・

楽
器
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん

世
界
的
に
も
貴
重
な
研
究
拠
点
と
な
っ
て
い

る
。
参
考
館
の
常
設
展
で
は
、ジ
ャ
ワ
や
バ
リ
、

パ
プ
ア（
旧
イ
リ
ア
ン
ジ
ャ
ヤ
）な
ど
の
素
朴

で
美
し
い
衣
装
、
装
飾
品
、
調
理
道
具
な
ど

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
で
は
数
少
な

い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
伝
統
楽
器
ガ
ム
ラ
ン（
打

楽
器
中
心
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
）一
式
も
あ
り
、

こ
れ
を
用
い
て
演
奏
す
る
サ
ー
ク
ル
は
こ
の

数
年
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
事
館
・
岸
和
田
市

の
支
援
を
得
て
バ
リ
舞
踊
祭
に
参
加
し
、
好

評
を
博
し
て
い
る
。

筆
者
の
専
門
地
域
で
あ
る
カ
リ
マ
ン
タ
ン

（
ボ
ル
ネ
オ
）島
に
つ
い
て
も
、
農
具
や
日
笠
、

赤
ん
坊
の
背
負
子
、
装
身
具
な
ど
の
貴
重
な

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
１
９
９
４
年
に
は
参

考
館
特
別
展「
ボ
ル
ネ
オ
の
民
族
芸
術　
　

焼
畑
農
耕
民 

（
ダ
ヤ
ッ
ク
族
） 

の
民
具
」が
東

京
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
当
時
大
学

院
生
で
、
学
部
時
代
の
ゼ
ミ
合
宿
で
サ
ラ
ワ

ク
州（
マ
レ
ー
シ
ア
領
ボ
ル
ネ
オ
）の
森
林
伐

採
被
害
を
見
学
し
て
以
来
、
現
地
少
数
民
族

の
研
究
・
支
援
の
道
に
入
っ
て
い
た
。
そ
れ

だ
け
に
、
こ
の
企
画
に
は
喜
ん
で
足
を
運
ん

だ
。思

え
ば
、
あ
れ
が
現
在
の
同
僚
・
教
え
子

た
ち
と
の
ご
縁
の
端
緒
で
あ
る
が
、
こ
の
長

く
輝
か
し
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
教
育
の
歴
史

と
遺
産
を
い
か
に
後
進
に
伝
え
ら
れ
る
の
か

と
悩
ま
し
い
春
の
一
日
で
あ
る
。

イ
ア
モ
ン
ド
・
ヘ
ッ
ド
を
背
景
に
椰
子

の
木
が
そ
び
え
、
そ
の
下
に
水
田
が
広

が
る
モ
ノ
ク
ロ
の
写
真
。
ホ
ノ
ル
ル
の
博
物

館
や
美
術
館
で
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
と
し
て
売
ら

れ
て
い
た
記
憶
が
あ
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。

こ
れ
は
１
８
９
０
年
か
ら
１
９
０
０
年
代
に

か
け
て
の
ワ
イ
キ
キ
の
風
景
だ
。
ま
た
、
ダ

イ
ア
モ
ン
ド
・
ヘ
ッ
ド
を
バ
ッ
ク
に
ワ
イ
キ
キ

で
田
植
え
を
す
る
日
系
人
の
写
真
も
ネ
ッ
ト

上
で
探
せ
ば
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な

か
な
か
シ
ュ
ー
ル
な
光
景
だ
。こ
こ
で
い
う「
ワ

イ
キ
キ
」は
、
現
在
の
マ
ノ
ア
渓
谷
か
ら
ワ
イ

キ
キ
・
ビ
ー
チ
に
至
る
ま
で
の
地
域
に
あ
た

る
。
当
時
、ワ
イ
キ
キ（“
水
の
湧
き
出
る
所
”）

は
文
字
通
り
の
湿
地
帯
で
、
養
殖
池
が
点
在

し
、稲
や
タ
ロ
イ
モ
の
水
田
が
広
が
っ
て
い
た
。

ビ
ー
チ
に
立
つ
リ
ゾ
ー
ト
・
ホ
テ
ル
と
い
え
ば

モ
ア
ナ
・
ホ
テ
ル
ぐ
ら
い
で
、
地
元
の
人
た

ち
の
多
く
は
農
業
や
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。

こ
の
光
景
を
大
き
く
変
え
た
の
が
、

１
９
２
０
年
代
に
大
き
く
進
展
し
た
ハ
ワ
イ

の
観
光
開
発
で
あ
る
。
１
９
２
５
年
、
マ
テ
ィ

ソ
ン
汽
船
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
ホ
ノ
ル
ル
を

結
ぶ
大
型
客
船
マ
ロ
ロ
号
の
定
期
就
航
を
開

始
し
た
。
翌
26
年
に
ホ
ノ
ル
ル
港
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
ア
ロ
ハ
・
タ
ワ
ー
が
完
成
し
、
27

年
に
は
マ
テ
ィ
ソ
ン
の
関
連
会
社
が
旅
客
受

け
入
れ
の
た
め
に
、
ロ
イ
ヤ
ル・ハ
ワ
イ
ア
ン・

ホ
テ
ル（
通
称「
ピ
ン
ク
・
パ
レ
ス
」）を
オ
ー

プ
ン
し
た
。
一
方
、
１
９
２
１
年
か
ら
28
年

に
か
け
て
、
ワ
イ
キ
キ
の
環
境
整
備
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
進
行
す
る
。
こ
れ
は
、
大
量
発
生
す

る
蚊
の
駆
除
な
ど
を
目
的
と
し
た
衛
生
環
境

の
改
善
を
謳
い
な
が
ら
、
水
田
や
養
殖
池
を

埋
め
立
て
て
リ
ゾ
ー
ト
地
を
増
設
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た
。
掘
り
出
さ
れ
た
土
砂

で
湿
地
帯
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
、
水
田
や
養

殖
池
は
姿
を
消
し
、
変
わ
り
に
姿
を
現
し
た

の
が
現
在
の
ア
ラ
ワ
イ
運
河
で
あ
る
。
こ
う

し
て
今
か
ら
約
90
年
前
に
、
私
た
ち
が
良
く

知
る
世
界
的
な
観
光
地「
ワ
イ
キ
キ
」が
誕
生

し
た
の
で
あ
る
。

天
理
大
学
も
今
年
で
創
立
90
周
年
を
迎
え

た
。
広
報
誌『
は
ば
た
き
』
第
30
号
の
創
立

90
周
年
記
念
特
集
の
写
真
で
、
１
９
３
０
年

代
の
天
理
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
全
景
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
目
立
っ
た
建
物
は
現
在
の
一

号
棟
と
図
書
館
だ
け
と
い
っ
た
風
情
は
、
モ

ノ
ク
ロ
写
真
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
荒
れ

地
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
。

私
は
天
理
育
ち
な
の
で
、
創
立
期
の
風
景
か

ら
現
在
の
風
景
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
前

に
、
研
究
棟
の
場
所
に
天
理
高
校
の
野
球
場

が
あ
っ
た
70
年
代
の
風
景
が
頭
を
よ
ぎ
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
１
９
２
０
年
代
の
ワ
イ
キ

キ
か
ら
現
在
の
ワ
イ
キ
キ
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
す
る
時
、
私
の
脳
裏
を
か
す
め
る
の
は
ハ

ワ
イ
留
学
中
の
80
年
代
後
半
の
風
景
だ
。
当

時
は
ワ
イ
キ
キ
に
幾
つ
か
の
映
画
館
が
あ
り
、

足
繁
く
映
画
館
に
通
っ
た
。
ワ
イ
キ
キ
は
私

に
と
っ
て
映
画
を
見
に
行
く
場
所
だ
っ
た
。

休
み
に
、
ふ
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
み
た
ら
、「
放

送
90
周
年
」の
特
別
番
組
の
お
知
ら
せ

が
流
れ
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ

て
み
る
と
、
正
確
に
は
ラ
ジ
オ
放
送
が
開
始

さ
れ
て
か
ら
今
年
で
90
周
年
だ
と
い
う
。
ラ

ジ
オ
は
一
昔
前
の
メ
デ
ィ
ア
に
感
じ
る
が
、
ラ

ジ
オ
放
送
で
は
有
名
人
が
本
音
を
ぽ
ろ
り
と

言
っ
て
し
ま
う
と
か
、
リ
ス
ナ
ー
と
の
距
離

感
が
近
い
と
か
、
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

も
視
聴
で
き
る
と
か
、
日
本
で
は
完
全
に
廃

れ
た
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
い
よ
う
だ
。

か
く
い
う
私
は
、
中
学
時
代
に
流
行
曲
を

き
く
の
に
ラ
ジ
オ
を
使
用
し
た
ぐ
ら
い
で
、

日
本
で
は
あ
ま
り
ラ
ジ
オ
と
縁
が
な
い
。
し

か
し
、
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
の
サ
モ
ア
で
は
違

う
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
家
で
は
朝
か
ら
ラ
ジ
オ

を
き
い
て
い
た
。
ラ
ジ
オ
は
大
切
な
メ
デ
ィ

ア
で
あ
っ
た
の
だ
。

さ
て
、
サ
モ
ア
は
海
外
移
民
の
さ
か
ん
な

国
で
あ
る
。
主
な
移
民
先
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ハ
ワ
イ
を
含
め

た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
あ
り
、
海
外
で
暮
ら

す
サ
モ
ア
人
の
人
口
は
国
内
の
人
口
と
同
等
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
勢
い
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
私
は
親
族
が
誰
１
人
も
海
外
に

い
な
い
と
い
う
サ
モ
ア
人
に
出
会
っ
た
こ
と
が

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
海
外
移
民
と
ラ
ジ
オ

に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
私
が
サ
モ
ア
に

通
い
始
め
た
２
０
０
０
年
代
前
半
に
は
、
ま

だ
す
べ
て
の
家
に
固
定
電
話
が
な
か
っ
た
。

と
く
に
調
査
の
た
め
に
滞
在
し
た
農
村
部
で

は
電
話
は
牧
師
の
家
に
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
人

び
と
の
多
く
は
女
性
コ
ミ
ッ
テ
ィ
が
管
理
す

る
公
共
の
家
に
あ
る
１
台
の
電
話
を
使
用
し

て
い
た
。
そ
の
村
の
誰
か
と
電
話
で
話
し
た

い
人
は
女
性
コ
ミ
ッ
テ
ィ
の
家
に
電
話
を
し
、

そ
の
旨
を
伝
え
る
。
す
る
と
、
電
話
番
を
し

て
い
る
女
性
が
誰
か
を
呼
び
に
い
か
せ
て
、

約
束
し
た
時
間
に
ま
た
電
話
が
か
か
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
ラ
ジ
オ
は
電
話
の
な

い
人
び
と
に
送
金
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る

役
割
を
も
っ
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
、
私
自

身
は
一
度
も
そ
の
番
組
を
聞
い
た
こ
と
が
な

い
の
だ
が
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「
Ａ
さ

ん
に
送
金
が
あ
り
ま
し
た
。」
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
が
送
金
専
用
番
組
で
流
れ
る
と
、
Ａ
さ
ん

は
お
金
を
取
り
に
い
く
の
だ
と
い
う
。
人
口

18
万
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
国
な
の
で
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ラ

ジ
オ
を
聞
い
て
い
る
人
は
誰
で
も
、
誰
が
送

金
を
受
け
と
っ
た
の
か
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。そ

の
後
、
15
年
の
月
日
が
流
れ
た
が
、
サ

モ
ア
で
の
ラ
ジ
オ
の
役
割
も
大
き
く
変
わ
っ

た
よ
う
に
感
じ
る
。
２
０
１
３
年
12
月
に
４

年
半
ぶ
り
に
訪
れ
た
サ
モ
ア
で
は
、
み
ん
な

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
て
い
た
。
固
定
電

話
を
飛
び
越
え
て
、
高
校
生
ぐ
ら
い
で
も
ス
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背番号よもやま話

本

昭和9年（1934）天理外国語学部馬来語部のジャワ島視察（イン
ドネシア）、プランバナン寺院にて（天理大学国際学部地域文化
学科アジア・オセアニア共同研究室所蔵）

『チェコ・シュルレアリスムの80年』
（立教比較文明学会）

阿部賢一　編
　ことし創立90周年を迎えた天
理大学にはかなわないが、チェコ
スロヴァキア・シュルレアリスト・
グループの結成80周年を記念し、
昨夏立教大学で開催されたシンポ
ジウムの報告をまとめた冊子であ
る。

　シュルレアリストといえば、両大戦間期にフランス
に生まれ、西欧において大きな影響力を持った芸術
的潮流として、「シュールな」という形容詞が生まれる
ほど知られているが、それはあくまでもブルトンを中
心としたフランスのシュルレアリスト・グループにつ
いてであり、なおかつ過去の歴史的事象としてだ。
　ところが、1934 年、中欧チェコスロヴァキアに生
まれたシュルレアリスト・グループは、現在も活動を
続けているという意味で希有の存在なのである。チェ
コ・シュルレアリスムについて聞いたことのない方々
も、世界的に著名なアニメーターのシュヴァンクマイ
エルの名前はご存知だろう。先般も東京のイメージ
フォーラムにおいて、映画祭が催され、土日には立ち
見が出るほどの人気を博したことは、まだ記憶に新し
い。このように日本でも人気の高いシュヴァンクマイ
エルは、「アニメーション作家」と呼ばれることを嫌い、

「シュルレアリスト」と自称している、チェコ・シュルレ
アリスト・グループでもっとも有名なメンバーなので
ある。
　本書にはシュヴァンクマイエルと親交のあるペトル・
ホリー氏が、シュヴァンクマイエルの創作活動をシュ
ルレアリスト・グループと関連づけて論じた「エヴァ
シュヴァンクマイエルヤン攷」をはじめとして、２名の
チェコ人、3 名の日本人研究者がそれぞれの関心から、
理論家のタイゲ、画家のシュティルスキー、チェコと
日本のシュルレアリストの交流を論じており、結果的
に、今も生きるチェコ・シュルレアリスムについてお
およそのイメージが得られる構成となっている。コン
パクトながらも、広く深くチェコ・シュルレアリスムを
論じた論集は、チェコ本国にも見当たらない。残念
ながら本書は非売品であるが、後日、ウェブ上に公開
されると聞いている。
　なお、研究者としてというよりは収集家として参加
した大平は、第２章「カレル・タイゲのブックデザイン」
を担当した。

大平　陽一
地文研専任研究員
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瓶、ペットボトルは、人々が自ら回収して現金化しているようで
ある。古タイヤをゴミ箱にリサイクルして使用しているのをよく
見かける。今回活動したプノンペン市内のサーマキ小学校でも、
ペットボトルや缶は集めて回収業者に買い取ってもらい、落ち
葉はコンポストで堆肥化して肥料として使用していた。観察し
ていると定期的に子どもたちがゴミ箱を持って校庭のゴミを回
収していた。しかし、同
時に目にしたのは、子ど
もたちが休憩時間に校
舎裏の売店で駄菓子を
買い校庭で食べた後、そ
の袋ゴミをポイ捨てする
姿である。校庭にはいつ
も様々なゴミが散らかっ
ていた。

私たちが行った環境
教育は「3R＝Reduce（ゴ
ミを減らす）、Reuse（再
利用する）、Recycle（リ
サイクルする）」を中心
に、ゴミを減らして自然環境を保護することを伝えた。強く伝え
たかったことは軽微なマナー違反であるゴミのポイ捨てをやめ、
ゴミが散乱した環境を改善することによって、人々の行動やマ
ナーが改善され、犯罪が減少し、安心して暮らせる環境を創り
出せる可能性であった。これはニューヨークで犯罪が減少した
という環境犯罪学の「割れ窓理論」の応用である。衛生的で気持
ちの良い生活環境を自分たちが維持管理するといった、生活環
境を改善することへの積極的な意識を高めることも重要な環境
教育である。ゴミの放置などの不衛生な生活環境と、犯罪の発生、
治安悪化はカンボジアの不名誉なイメージの一面である。子ど
もたちの心に、私たちの想いが少しでも伝われば本当にうれし
いことだ。

カンボジアでお世話になった全ての方々に感謝
カンボジアでの「国際参加プロジェクト」は今回が最終回となり、

2015年度には新天地のネパールでの新しい活動が始動する。4年
前にカンボジアで活動する機会を下さったのは天理教慈林分教会

（浅草大教会）の田中親男会長と、天理教プノンペン布教所の木
村トミ子所長のご尽力のお蔭であった。JICA カンボジア事務所、
日本とカンボジアを繋ぐ NGO「KHJ」のスタッフを始め、多くの
カンボジアに関わる人々のご支援のお蔭で無事に4年間の活動を
遂行することができたことに、この場をお借りして深く感謝申し
上げたい。

カンボジアでは4回目となる今回のプロジェクトは、プノンペ
ンとシエムリアプの二つの小学校を中心に、カンボジア語の語劇
による衛生教育と環境教育の教育支援活動を実施した。これまで
カンボジアでは2011年度に道徳・外国語・情操教育（紙芝居と
絵本の読み聞かせ）、2012年度・2013年度に道徳・外国語教育（カ
ンボジア語劇）を実施してきた。今回初めて取り組んだ衛生教育
と環境教育は、「心を高める」ことを目的とする道徳教育・情操教
育よりも、具体的な知識の伝達が中心になる点で、教育方法は容
易であったと感じている。しかし、学習経験がないカンボジア語
のセリフを暗記し、子どもたちが劇を楽しめるレベルまで演技を
身に着けるのは参加学生の誰にとっても容易なことではない。最
後までやり遂げた17名の参加学生の努力の姿と、やり遂げた達
成感に涙する学生の姿を目にすると、指導する側も感動を覚え、
感無量の気持ちである。
「国際参加プロジェクト」は2001年より15回目を数える。プロ

ジェクトの醍醐味はやはり、外国語を学んで異文化の人々と積極
的に関わり、相手に想いを伝えることの難しさや苦労、そして感
動を実際に体験する「体験知」を得ることだと考えている。そうい
う意味では、これまで3回連続で実施してきたカンボジア語劇（語
劇は本学の伝統である）は参加学生にとって高い達成感と深い「体
験知」をもたらす活動だと感じている。

カンボジアでの衛生教育と環境教育
カンボジアの保健衛生環境は日本と比較するとかなり厳しい

状況にある。世界銀行（2013年）によると、カンボジアの5歳
未満の子どもの死亡率は1000人中38人（日本3人）、妊産婦の
死亡率は10万人中170人（日本6人）であり、衛生的なトイレ
を使用する人口割合は37％（日本100％）など、基本的な保健
衛生設備が不足しており、公衆衛生活動が重要であることは言
うまでもない。また、歯科診療活動をしている日本の NPO 法
人（SCHEC）の情報では、カンボジアでは歯科医が少なく、歯
科衛生士が一般的に養成されていないため、特に農村部では歯
磨きが習慣化されていない地域もあり、深刻な虫歯に悩む人が
多いようだ。農村地域の虫歯の治療は、抜歯が一般的で、子ど
もの永久歯でも虫歯になると抜歯することがある。歯科医の普
及も必要だが、虫歯にならないよう正しい歯磨きの方法を学び、
習慣づけるために、歯磨き指導は重要な衛生教育活動である。

環境問題について、カンボジアでは1996年に環境保護法が
可決され、ゴミの回収やリサイクルを推進している。カンボジ
アでリサイクル活動を推進しているのは、一般的に民間業者や
コミュニティの自助グループ、または資源ゴミ回収で収入を得
ている人々である。電化製品などは製造業者が分解して部品を
再利用し、生ごみをコンポストで堆肥化し、プラスチックや缶、

2014年4月から9月までの期間、天理大学特別研究制度を活用
し、ドイツ・ケルンを拠点に研究活動を行った。今回の渡独にあたり、
特に、①ドイツ人の生活におけるスポーツの位置づけを知る、②地
域の発展にスポーツが果たす役割を知る、そして③ドイツ人のオリ
ンピックに対する意識を知る　の3つの目的を定めた。本稿では、
上記3つの内容を中心に、約半年間のドイツでの滞在を振り返りた
い。

私が滞在したケルンは、ドイツの西部に位置する人口約103万人
の都市であり、ベルリン・ミュンヘン・ハンブルクと並び、ドイツ
有数の大都市に数えられる。ケルンは大都市ではあるが、市内には
緑豊かな公園が数多く設けられた都市設計となっている。そして、
街の中心にある中央駅のすぐそばには世界的に有名な大聖堂が聳
え立ち、ドイツ国内のみならず、世界各国から観光客が訪れる人気
スポットとなっている。海外で活躍する日本人サッカー選手の先駆
者である奥寺康彦氏がかつてケルンを本拠地とするサッカークラブ
1.FC ケルンで活躍したことや、近
年でも日本代表の大迫勇也選手が
所属していることなどから、サッ
カーファンを中心に、日本人にとっ
ても聞き覚えのある街ではないだ
ろうか。ちなみに、多くの日系企
業が事務所を構えるデュッセルド
ルフまでは電車で30分の距離であ
る。（写真1）

滞在中に起こったスポーツに関
する大きな出来事といえば、まずブラジルで開催されたサッカーの
ワールドカップでドイツ代表が24年ぶりに優勝したことが挙げられ
る。大会期間中は街全体がサッカー一色となり、街のいたるところ
に出場国の国旗が飾られ、開催地から遠く離れたドイツでもワール
ドカップの雰囲気を十分に味わうことができた。試合が開催される
日（特にドイツ代表の試合がある日）は、人々は駅や商業施設に設
置されたパブリックビューイング、またはバーのテレビに釘付けと
なる。ひとつのプレーに一喜一憂する姿は万国共通であり、改めて
スポーツに国境はないことを実感
する。ドイツの優勝は1990年のイ
タリア大会以来（当時は西ドイツ）
であり、今の若い世代の人たちに
とっては初めて自国の優勝を目の
当たりにするということで、優勝
が決まった日は朝まで若者を中心
にお祭り騒ぎが繰り広げられてい
た。（写真2）

私がドイツに到着した4月初旬
はまだ肌寒く、日本と同様にジャケットが必要な気候であった。し
かし、6月ともなると爽やかな風が吹き、大変快適な気候となり、
日の入りの時間も22時近くになる。ドイツ人の朝は早く、まだ夜が
明けきらない時間から多くの人が活動を始める。その一方で、基本
的に17時ごろには退社し、まだ日の明るい時間を有効活用し、仕事
後に公園でビール片手に友人たちと談笑する人や、公園をジョギン
グする人の姿が多く見られた。ドイツ人の特徴として、日本人と同
様に「勤勉さ」がたびたび取り上げられる。確かに私が滞在中に接
したドイツ人の多くは、真面目で仕事熱心であった。その一方で、サッ
カー観戦で熱狂する姿や、仕事後に公園でゆっくりとした時間を過
ごす姿に見られるオンとオフの区別をつけたメリハリのある生活の
実践は、多くの日本人が憧れるライフスタイルではないだろうか。

日本では、2011年にスポーツ基本法が制定され、国が国家戦略
の一環としてスポーツを支援する方針が打ち出された。その中には、
これまで学校と企業を中心に進められてきたスポーツ振興を、これ
からは地域のスポーツクラブを中心に地域全体で行っていく動きが
ある。その政策を策定するにあたり手本としたのが、ドイツにおけ
るスポーツ振興政策と言われる。ドイツ国内には9万以上の地域ス
ポーツクラブが存在し、子どもからお年寄りまで様々な年代の人々
がスポーツ活動に取り組む生涯スポーツ社会が確立されている。ス
ポーツクラブは、地域の人々が集えるコミュニティのサロン的な役

割を果たしている。私も滞在中、
いくつかのクラブを訪問し、関係
者に話を聞く機会を得たが、どの
クラブも陸上競技場や体育館など
立派な施設を有していた。それら
の施設の建設にあたっては、当然
自治体や地元企業からの支援や協
力を得ている。ドイツにおいて地
域スポーツクラブが定着する要因
として、スポーツクラブと地域の
各組織間の連携が挙げられるが、
施設の面からもその連携が見て取
れた。（写真3と写真4）

日本とドイツとでは、スポーツ
の振興において学校が果たす役割
にも、大きな違いがある。日本では、
学校の授業において「体育」を、そ
して放課後に部活動で「スポーツ」
を行うように、学校が「体育」と「スポーツ」両面の役割を担ってい
る。一方ドイツでは、学校で体育の授業はあるものの、基本的に授
業は午前中で終了し、午後からは地域のスポーツクラブで「スポー
ツ」を行うというように、「体育とスポーツの明確な区別」が行われ
ている。しかし、ドイツでは、近年、子どもの学力の低下から学校
の全日制化が各地で進められており、体育・スポーツを取り巻く環
境にも変化が生じているという。今後も学校の全日制化の動きは加
速することが予想されることから、今まで以上に子どもたちが地域
のスポーツクラブで活動する時間が抑制されることに対する懸念が
あると多くのスポーツ関係者から聞かれた。

今回の滞在中、ケルン体育大学で開講される大学院レベルの授業
にも参加する機会を得た。大学院の授業は英語によって行われ、ド
イツ国内はもとより、EU 圏内の国々やアメリカ、オーストラリア等、
世界各国から学生が入学し、学んでいる。

受講した授業のひとつに、「INTERNATIONAL RELATIONS AND 
THE COMMERCIALIZATION OF THE OLYMPIC GAMES」（オリ
ンピックにおける国際関係と商業化）があり、オリンピックが世界
的に注目を集める巨大なスポーツイベントとなり、商業化が進む中
で、今日のオリンピックの現状や、今後のあるべき姿についてディ
スカッション形式で授業を進め、検討する内容である。私も講義の
中で、1964年に開催されたオリンピックが今日の日本（東京）の発
展にどのような影響をもたらしたかや、2020年に向けて、今日本
がどのように変わろうとしているのかについて発表する機会を得た。
現在の IOC（国際オリンピック委員会）の会長はドイツ人のトーマス・
バッハ氏であり、先述のようにドイツはサッカーを中心にスポーツ
の盛んな国である。それにも関わらず、1972年のミュンヘン大会以
降、ドイツ国内ではオリンピックは開催されていない。先日、2024
年の候補地にハンブルクが立候補することが決定したが、これまで
にベルリンなど数都市が立候補を検討したにも関わらず、住民の支
持を得られずに断念した経緯がある。その要因として、国民の支持
率の低さが指摘されているが、授業中のディスカッションにおいて
も、大会後の施設の利用方法、いわゆるオリンピックレガシーの活
用や、環境への配慮といったことに対して多く意見が出されたこと
は印象的であった。

今回改めてドイツでの半年間を振り返ってみると、ドイツ人
の生活やスポーツに対する取り組みを表すキーワードとして、

「Sustainable」（持続可能性）が当てはまるのではないかと思う。本
稿でも紹介したように、実際にドイツ人のライフスタイルや、スポー
ツに対する取り組みを見ていると、長いスパンの中で物事を考え、
何事も継続的に取り組む姿勢が様々な場面で見られた。その意識が
環境への配慮や大会後の施設利用といったオリンピックの開催に対
する考え方にも反映されているのではないだろうか。我々日本人は、
学生時代の試験勉強しかり、スポーツへの取り組み方など生活全般
において、「ある目標に向かって集中的に（ストイックに）努力する」
ことは、比較的得意である。しかし、一方で、その努力や効果は一
過性のものに過ぎず、結果として一時的なブームで終わってしまう
可能性も高い。「日本にはスポーツが文化として根付いていない」と
言われることも、このサイクルに起因しているのではないだろうか。
日本は、今後数年間はスポーツのみならず、政治や経済といった国
全体が2020年に東京で開催されるオリンピックに向けて活性化さ
れることが予想される。しかし、我々が本当に考えなければならな
いことは、その後である。オリンピックの開催によってもたらされ
る効果を一過性のものにしないためにも、先を見越したプランの作
成が必要であることを、今回のドイツでの経験を通じて改めて考え
させられた。

最後に、今回のドイツでの研究活動を行うにあたり、本当に多く
の方からのご支援を賜りました。この場をお借りして、改めて感謝
申し上げます。

ワールドカップ期間中の街の様子
写真2

地域文化研究センター専任研究員　関本　克良

地域文化研究センター兼任研究員　　

備前　嘉文

「国際参加プロジェクト」の実施
「ドイツでの研究活動」の報告第15回

カンボジアでの教育支援活動（2015年2月）

大きな歯の模型と歯ブラシを用いた歯磨き実習に笑顔を見せる小学生

ゴミ山があった地域に暮らしている子供た
ちの教育支援や、生活改善を支援する団体

（JLMM）の活動を見学した

環境教育では、「エコレンジャー」が“3R”を三つの約束として紹介

雨期に水没するグランドの嵩上げのために土を寄贈した

活動報告
2

活動報告
1

ケルンの街並み

写真1

ドイツのスポーツクラブ

写真3

写真4



◆
第
2
回
研
究
会（
２
０
１
４
年
10
月

18
日
、
於
・
共
同
研
究
室
）

　

２
０
１
４
年
10
月
18
日（
土
）、
今

年
度
の
２
回
目
の
共
同
研
究
会
を
開
催

し
た
。
本
研
究
会
の
テ
ー
マ
で
あ
る「
大

学
教
育
の
一
環
と
し
て
行
え
る
国
際
協

力（
そ
の
活
動
形
態
と
教
育
的
意
義
）」

に
つ
い
て
、「
国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」に
携
わ
っ
た
2
名
の
講
師
が
発
表

を
行
っ
た
。

　

倉
光
ミ
ナ

子
氏（
天
理

大
学
准
教
授
）

は
、
２
０
０
８

年
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
・
ニ
ア

ス
島
で
の「
国

際
参
加
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の

活
動
内
容
に
言
及
し
つ
つ
、
参
加
型
開

発
の
観
点
か
ら
大
学
に
お
け
る
国
際
協

力
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
可
能
性
に
つ
い
て
発

表
し
た
。
単
な
る
国
際
交
流
に
と
ど
ま

ら
な
い
国
際
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
目
指

す
べ
き
で
あ
る
が
、
国
際
協
力
は
こ
う

あ
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
硬
直
し
た
考
え

方
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
も
必
要
だ
と

指
摘
し
た
。

　

関
本
克
良
氏（
天
理
大
学
講
師
）は
、

４
年
間
に
わ
た
り
担
当
し
て
い
る
カ
ン

ボ
ジ
ア
で
の「
国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
つ
い
て
、
語
劇
を
用
い
た
教
育

支
援
活
動
を
詳
細
に
紹
介
し
、
過
去
の

活
動
と
比
較
し
な
が
ら
、
肉
体
労
働
系

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
教
育
支
援
系
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
長
所
と
短
所
に
つ
い
て
発
表

し
た
。
更
に
、
教
育
支
援
系
の
活
動
で

も
、
音
楽
や
体
育
の
指
導
と
紙
芝
居
や

語
劇
の
上
演
で
は
、
事
前
準
備
の
内
容

や
現
地
活
動
の
運
営
・
効
果
に
違
い
が

出
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

◆
第
３
回
研
究
会（
２
０
１
４
年
12
月

10
日
、
於
・
共
同
研
究
室
）

　

２
０
１
４
年
12
月
10
日（
水
）に
開

催
さ
れ
た
今
年
度
３
回
目
の
共
同
研
究

会
で
は
、
近
藤
雄
二
氏（
天
理
大
学
教

授
）
が
、「
国

際
参
加
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の

初
期
段
階
に

焦
点
を
当
て

な
が
ら
、
同

プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
継
承
と

展
開
・
発
展
、

そ
し
て
課
題

に
つ
い
て
発
表

し
た
。
こ
れ

ま
で
の
活
動
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
立
ち
上

げ
期
に
続
く
３
つ
の
段
階
に
分
け
、「
国

際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の
歴
史
を
概

観
し
た
後
、
そ
の
教
育
的
意
義
に
言
及

し
、
教
学
協
働
の
難
し
さ
や
学
内
協
力

者
の
開
拓
と
い
っ
た
課
題
に
つ
い
て
指

摘
し
た
。

　

共
同
研
究
⑵「
移
民
・
亡
命
文
化
の

可
能
性
に
つ
い
て
」
は
、
さ
る
2
月
27 

日
に
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ

ア
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
研
究
会
を

開
催
し
、
斎
藤
祥
平
氏（
北
大
・
ス
ラ

ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
博
士

課
程
）
が「
初
期
ユ
ー
ラ
シ
ア
主
義
に

つ
い
て
」と
い
う
研
究
報
告
を
行
っ
た
。

こ
の
報
告
は
斎
藤
氏
が
提
出
し
た
ば
か

り
の
学
位
請
求
論
文
に
基
づ
く
充
実
し

た
内
容
で
、
出
席
者
に
大
き
な
刺
激
を

与
え
た
。

　

な
お
、
本
研
究
会
の
成
果
と
し
て
大

平
は
論
文「
プ
ラ
ハ
言
語
学
サ
ー
ク
ル

の
文
化
的
コ

ン
テ
ク
ス
ト

に
つ
い
て
」

を
日
本
ス
ラ

ヴ
学
研
究

会
発
行
の

『
ス
ラ
ヴ
学

論
集
』第
19

号
に
投
稿

し
掲
載
さ

れ
た
。

井
上
　
昭
洋

研
究
代
表
者

大
学
に
で
き
る
国
際
協
力

の
総
合
的
研
究

共
同
研
究
１

大
平
　
陽
一

研
究
代
表
者

移
民
・
亡
命
文
化
の

可
能
性
に
つ
い
て

共
同
研
究
２

コスモス（宇宙・秩序・調和）を視野に入れつつ、
世界の様々な地域の問題を研究し、それに参与して
ゆく…『コスモス（　　　　　）』は、そうした天理
大学地域文化研究センター（地文研）の活動を、よ
り広く知っていただくために発刊されました。諸活
動の報告のほか、地文研のスタッフ、協力者、卒業
生による「エッセイ」を掲載します。

『コスモス』第25号
発行日：2015年6月26日
発　行：天理大学地域文化研究センター（地文研）
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活動報告

『ハワイ人とキリスト教
　　 文化の混淆とアイデンティティの再創造』

井上昭洋　著
　ハワイは他のオセアニアの島
嶼国と同様にキリスト教化が最
も成功を収めた地域の1つであ
る。しかし、1893年の王国転
覆後、米国に併合され、ハワイ
州となった現在、先住ハワイ人
のおかれた状況は複雑である。
なかでもキリスト教を信仰する
ハワイ人は、文化復興や主権運
動の興隆に伴い、ハワイ人とし
てのアイデンティティについて
熟考せざるを得ない。
　本書は、イディオグラフィック

（個別記述的）な民族誌学的な手法によって、19世紀から
現在に至るまでのハワイ人とキリスト教の関係を考察し、
文化と信仰の問題を捉え直すことを目的としている。ハワ
イ人を取り巻く政治、歴史、文化の問題に触れつつ、彼ら
の宗教文化に焦点をあて、伝統文化と外来文化が複雑に
入り組んだキリスト教信仰をもつハワイ人の文化アイデン
ティティを読み解いている。

『21世紀スポーツ大事典』
中村敏雄、髙橋健夫
寒川恒夫、友添秀則

編集主幹
　本事典は、1987年に発行さ
れた『最新スポーツ大事典』の
改訂・補完版として、本年1月
に出版された。スポーツに関連
する25の最新テーマ（例えば、

「スポーツと宗教」や「スポーツ
と民族」、「スポーツと人種」など）
について扱っており、スポーツ
の過去から21世紀という現代
にいたるスポーツの問題点やス

ポーツの意味、意義を考える上での多面的な視点につい
てわかりやすく解説されている。スポーツの研究者はもと
より、他領域の専門家や研究者にとっても、それらのテー
マがスポーツ研究の領域においてどのように扱われてお
り、どのような研究がなされているのかを知る手立てとし
て活用していただきたい。
　田里は、第12章「スポーツと宗教」〈フッタライトと遊び〉
と第16章「スポーツと民族」の〈世界エスキモーイヌイット
オリンピック〉の項目を執筆。

出版：春風社
発行：2014 年12月26日
定価：2700円＋税
ISBN 978-4-86110-426-8

出版：大修館書店
2015年1月刊行 1343頁
定価：32000円＋税
ISBN　9784469062359

第2回研究会

第3回研究会

新刊案内

スラブ・ユーラシア研究所での研究会の様子
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